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会計基準 の コ ン バ ー ジ ェ ン ス と会計 の 新動向

岩 　崎　 　 勇

　 （九州 大学大学院）

第 1 章 は じめ に

　わ が 国 を取 り巻 く会計環境 は め ま ぐる し く変化

し て い る
。 周知 の とお り ， 欧州連 合 （以 下 ， EU

と い う） で は ，2005 年 1月 か ら EU 域 内の ヒ場

企 業 （約 7，000 社） に 対 して ，国際会計基準審議

会 （以 下 ， IASB とい う） が設定 した 国際財務報

告基準 （以 下，IFRS とい う） に基づ い て 連結 財務

諸表を作 成す る こ とを強制
“）

して い る （Tweedie

［2008］ p．3）。 ま た，米 国に お い て は ，従来 の 米

国基準を堅 持す る と い う立 場 か ら
，

こ れ を変 更 し

て ， IFRS を受人 れ る方 向に 向か い つ つ あ る 。 す

な わ ち ， 証券 取 引委員会 （以 ド， SEC と い う）

が 2007 年 8月 に米 国 （国内）企業 に 対 して IFRS

に よ り作成 した財務諸表を認め る か否か の 検討を

含む ， コ ン セ プ ト ・ リ リ
ー

ス を公表す る と共 に，

同年 11月 に は外 国企 業 に つ い て IFRS に 基 づ い

て 作成 され た 財務諸表 を米 国基準 へ の 調整表な し

に 米 国内で 受 け入 れ る こ とを決定 し， 2008 年 12

月 に は ， 2011年に 米 国 企業 に つ い て IFRS を 採

用す る か否 かを 決定 す る い わ ゆ る ロ
ー

ドマ ッ プ案

を公表 して い る 。 他方，わ が 国に お い て は，2005

年 3 月 にわ が 国の 企 業会計基準 委員会 （以下 ，

ASBJ と い う）が 作成す る会 計基準 （以 下， 日本

基準 と い う） と IASB の 作成す る IFRS と の 間 で

会計基準 の コ ン バ ージ ェ ン ス の 取組 み が開始 され，

2007 年 8 月 に は ， こ の コ ン バ ージ ェ ン ス を さ ら

に 加 速す る た め の い わ ゆ る 東 京 合意 が な され，同

年 12 月 に は，こ れ を踏ま え た プ ロ ジ ェ ク ト計画

表が公表 され，翌年 9 月 に 改訂され，そ れに沿 っ

た作 業が進 行中で あ る 。 そ して ，同年 12 月に は ，

EU は ， そ の 同等性評価 で わ が 国 の 会計基 準 を

IFRS と同等で あ る と し，引続 き 日本基準 を EU

に お い て 使用す る こ とを認 め て い る 。 さ ら に ， わ

が 国 に お い て も 2009 年 2 月 に ア ドプ シ ョ ン 。ア

プ ロ
ーチ の 採用 に 関す る提案が な されて い る。

　 こ の よ うな状況 の 下で ，本稿で は，第 2章 第 1

節 で ，まず会計基準 の コ ン バ ージ ェ ン ス の 意義及

び国際的 な会計基 準 との コ ン バ ージ ェ ン ス 上 の 主

な到達点 と問題点を検討 し ， 第 2 節で ， 米国等を

含 め た 新動向 で あ るア ドプ シ ョ ン 。ア プ ロ
ー

チを

採用す る と仮定 した場合の 問題点 に つ い て 検討す

る こ とを 目的 と して い る 。

第 2 章 会計基準の コ ンバ ージ ェ ン ス と

　　　　 新動 向の 検討

第 1節 会計 基準の コ ン パ ー
ジ ェ ン ス の

　 　　　到達 点と問題点

　（1） 会 計基 準 の コ ン バ ー
ジ ェ ン ス の意義

　まず ，会計基 準 の 設定 に 関す るわ が国 の 会計戦

略 と して は，近年の 世界的な会計基準 の 国際化 ・

統一化の 急速な 進展 とい う状況に 対応 す る た め，

現 時点 で はア ドプ シ ョ ン （採用 ）・ア プ ロ
ーチ で

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し e うれん

は な く， コ ン バ ー
ジ ェ ン ス （収 斂）。ア プ ロ

ーチ

を採用 し て い る 。 な お， コ ン バ ージ ェ ン ス の 意 味

と して は，  最終的 に 会計基準を
…

つ の もの に し
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て い くもの （最終統
一化） と ，   両 当事者が相互

に受 け入れ られる程度 まで 会計基準 を統合 して い

くもの （相互 承認） とが あ り （斉藤 ［2006  コ73

頁），ASBJ の 2004 年 の 中期運用方針で は，米国

と同様 に ，  の 立 場 を採用 し， （ア ドプ シ ョ ン ・

ア プ ロ
ー

チ の 採用 の 検討 は行 い つ つ も） 当面は相

互承認 と い う形に よ りコ ン バ ージ ェ ン ス が進 め ら

れ て い る
ω

。

　  　会計基準の コ ン バ ージ ェ ン スの到達点 と

　　　問題点

　 こ こ で は ， IASB な どで 検討 され て い る内容等

を含め て ， わ が国が コ ン バ ー
ジ ェ ン ス ・ ア プ ロ

ー

チを採用 し， 対応を行 っ て い る現在 の主 な到達点

と問題 点を検討す る こ ととす る 。
こ れ には ， 次の

よ う な もの が 挙 げ られる 。

　  　信頼性

　会計基準 の コ ン バ ージ ェ ン ス に伴 う概念 フ レー

ム ワ
ーク の 質的特微 と し て は，現在 の と こ ろ ま だ

目的適合性 （な い し意思決定 と の 関連性） と共 に

信頼性が重視 され て い る 。 他方 ， 現 在の IASB と

FASB と の 概念 フ レ ーム ワ ー
ク に つ い て の 共 同

プ ロ ジ ェ ク トで は，資産負債中心 観 の 強調や公 正

価値評価 の 拡張
 

な ど に伴 っ て 信頼性 に 代え て ，

表現 の 忠 実性 概念 が 暫 定 的 に 採 川 さ れ て い る

（FASB ［2008d］p ．2）。 　しか し，
こ の まま概念 フ

レーム ワ
ー

クの 質的特徴 と して 信頼性を削除せ ず ，

維持す べ き で あ る 。 こ の 理 由は，信頼性概念が，

取得原価主義 にお け る受託責任 の 考え方 と深 く結

び つ い た概念 で あ り，硬 度 （hardness ） の あ る

財務情報を提供す る場合に は必須 の 性質で あ る と

共 に，信頼性 の な い 情報は有害 で ある し，有用性

もな い 。 さ ら に こ の 信頼i生概念は E1的適合性を チ ェ ッ

クす る機能を持 つ こ とや 目的適合性 との トレ
ー

ド ・

オ フ の 関係 に あ り，重 要 な役 割を 果た す概念 だ か

らで あ る （岩崎 ［2007］39 頁）。

　  会計モ ヂル

　会計基準の コ ン バ ージ ェ ン ス に 伴 う会計モ デル

の 到達点 と して は，従来の 動態論を基礎 とす る取

得原価主義会計 モ デ ル か ら，従来 の もの と新 し い

考 え方 で あ る 資産負債 中心観を 基礎 とす る全而公

［E価値会計 モ デ ル と の ハ イ ブ リ ッ ド型 で あ る部分

公 正価値会計 モ デ ル
ω

に 移行 して い る 。 そ して ，

現在 の と こ ろまだ そ の 公正価値評価 の 適用領域は ，

主 に金融資産負債 に限定 され て い るが ，そ の 範囲

は，無形資産や収益認識領域 まで 拡大す るよ うな

検討が 現在な され て い る 。 そ して 、資産負債中心

観を こ の まま強調 して い け ば， 理 論的に は全面公

正 価値会計 モ デル
［
「
b）

へ 移行す る可能性が 全 くな い

わ けで もな い 。 こ の よ うな無制約の 拡張は ， 問題

が あ ろ う。 す なわ ち，こ の よ うな考え方 は，営業

活動 と金融活動 との 性格の 違 い を無視 し た もの で

あ り， 会計 モ デ ル と して は不適切で あろ う 。 言い

換えれ ば，そ の 価値が営業か ら独立 して い る金融

資産負債 な ど に つ い て は 公正 価値 に よ る評価を行

うと して も， 棚卸資産や 固定資産な どの よ うに 営

業に 使わ れ て い て ， 営業か ら独立 して 存在 しな い

実物資産 （非金融資産） に つ い て は原価主義を基

本 と した評価を行 う，と い う部分公正 価値会計 モ

デ ル に 止ま るべ きで あ ろ う。

　   　利益観

　 会計上 の 利益観 に つ い は ，従来わ が国の 取得原

価主義会計 の 下で 収益費用中心観を採用 して き た

が ，国際的な 会計基準 と の コ ン バ ージ ェ ン ス の 観

点か ら，現在 わが 国の会 計概念 フ レーム ワ ーク で

は，資産負債 中心観 に 収益 費用 中心 観 を組 み込 ん

だ ハ イ ブ リ ッ ド型利益観 を採用 し て い る。他方，

IASB が 資産負債中心 観 を 強調 す れ ば，収益 費用

中心 観や ハ イ ブ リ ッ ド型 の もの を採用 す る余地 は

無い と考え ら れ る 。 し か し，ど ち ら の 利 益観が 良

い の か は 理論的 に 証明 で き な い も の で あ り， 収益

費用 中心 観だ けを排除す る こ と は ， 行き過 ぎで あ

ろう 。 む しろ意 思決定 目的を重視す る の で あれ ば，

一33 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION

NII-Electronic Library Service

JAPAN 　 F 工NANC 工AL 　M 且 NAGEMENT 　 ASSOC 工AT 工 ON

利益 の 景 ばか りで な く，利益 の 質 （発生源泉別 の

利益 計算） も重 要 な もの とな り， こ の 意 味か ら は

フ ロ
ー （取引） を重視 し， 収益 ・費用 の 総額に よ

り，発生 源泉別 の 利益 計算 を行 う収益費用 中心観

は，意思決定 の た め に 有用 な財務情報を提 供で き

る もの と考え られる
〔

％

　 また，会計 は 企業 の 活動 内容をで きる だ け忠実

に 表現 す べ き で あ る と い う観点か らす れば ， 金融

資産負債 に つ い て は ， そ れ らが企業 の 営業活 動と

は 独立 して 価値が存在す る の で ，資産負債 中心観

に 基づ き公正 価値 評価 を行 う こ とが適 切で あ る と

し て も，他方，営業 資産 （実物資産） に つ い て は

企 業 の 営業活 動 との 関係で （そ れ に依存 し て ）価

値 を持つ も の で あ り，
こ れ を金 融資産負債 と同様

に 資産負債 中心 観に基づ き公正 価値評価を行 う こ

と は 適切で は な い 。 すなわ ち，こ れ ら の もの に つ

い て は，む しろ事業活動 と結び つ け て 収益費用 中

心観的な 考え 方 に 基づ き営業資産を評価す る と同

時に 損益 計算 を行 う方 が企 業の 経営実態 に 適合 し

て い る （斉藤 ［2008］ 8 頁）で あ ろ う 。

　  　 リサ イ ク ル

　 そ して ，前述  「利益観」 と関係す る リ サ イ ク

ル の 問題 に つ い て は ， 従来 か らわ が国の 会計で は

実現概念 を重視 し，業績数値 と して 実現利益 （な

い しそ の 代替数値） を計算表示 して きた 。 そ れゆ

え ，純資産の 部 に 直入 され た評価 ・換算差額等は ，

原則 と し て そ の 実現 時に純利益 に振 り替 え る と い

う リサ イ ク ル を行 っ て きた
（T）

。 他方，IASB の 議

論で もリサイ クル を行 う会計基準を開発 す るとい う

暫定的な 結論をし て い る （新井他 ［2008］ 53 頁）。

　  　収益認 識

　現 在 は まだ収益費用 中心 観 に基づ く実現 （・稼

得過程）ア プ ロ ーチ に 基 づ い て 収益認 識 が な され

て い る が ，国際的 な 動向 と して は 資産負債中心 観

に基づ く顧客 対価 ア プ ロ
ーチ （配分モ デ ル ）や 公

正価値 ア プ ロ
ー

チ （測定 モ デ ル ）が検 討 さ れ て い

る 。 舸者 は まだ，契約時に 収益 の 認 識 を行 わ な い

の で ， 収益費用 中心観 の それ に近 い もの に な っ て

い る が，後者は ，契約時や価格変動時に収益認識

を行 う も の で あ り，収益認識 の早期化及 び計算 の

主観化 ・計算の 複雑化 な ど の 観点 か らは 問題 で あ

ろ う D

　以 上 の よ うに ， 今後 こ の まま IASB な どで 検討

され て い る方向で 会計基準が 開発 され ， か つ そ れ

ら に合わ せ る形 で の コ ン バ ージ ェ ン ス が進む と，

信頼性 ， 会計モ デ ル ， 利益観 収益認識等 の観点

で大 きな 問題が生 じる可能性が あ る こ とが明確 に

され た 。

第 2 節 　ア ドプシ ョ ン ・ア プ ロ
ーチ の 採用 と

　　　　そ の 問題点

　 こ れ ま で に ，
コ ン バ ー

ジ ェ ン ス の 意 義 と今後の

展開を も見込ん だ 問題 点を明確に して きた 。 そ こ

で ， こ の こ とを 前提 と して ，最近の 米国の 新動向

に対応 し，現 在提案され て い るよ う に ， わ が 国が

ア ドプ シ ョ ン ・ア プ ロ
ーチ を採用 す る場合 の 問題

点 を検討 して い く こ ととす る 。 こ の場合 に は ，前

述 の コ ン バ ージ ェ ン ス ・ア プ ロ
ー

チを採用す る場

合 の 問題 に 加え て ，次の よ うな 問題が ある 。

　  　会計基準設定 へ の 積極参加

　 ア ドプ シ ョ ン ・アプ ロ
ー

チを採用す る場合に は，

会 計基準 は多数決原理 に よ り決定 され る こ と に な

る 。 そ こ で ，理 論的 に も rF．し く，わが 国 の 社会 ・

経済的な状況等に も適合す る会計 基準 の 設定 に 積

極 的に 参加 して い く必要があ る 。 特 に会計学界は，

他 の 利害関係者 と協力 して 世界的に 通用 す る高品

質な会計の 理論 的な 基礎 （理 論）を提供 して い く

責務が あ り，こ の 課題が最 も重 要な もの とな る 。

　  　連単分離 問題 ・連結先行問題

　 IFRS は，会 計 目的 と の 関 連で い え ば，主 に連

結で か つ 情報提 供 （経済的 意思 決 定） 目的で そ の

基 準が 設定さ れ て い る 。 こ の よ うな会計数 値 は 目

的適合性 を重視 し，信頼性 を副次的な もの と考え

て い る の で ， そ の まま で は 配当や税金計算等 の 利
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害調整 凵的に 適合 しな い 基準 とな っ て い る （弥永

［2008］ 65−66頁）。 そ こ で ，従来 EU で採用 され

て き た よ うに，配当や税金計算等 の 利害調整 目的

を考 え た 場合に は，連結 で情報提供機能を果た し，

個 別 で 利害調整 目的 を果た す た め に ，実務的な 方

便 として 連単分離
 

や連結先行
〔9〕

とい う形が考 え

られ る で あ ろ う 。 た だ し， 前者に つ い て は ， わ が

国に おい て は，単一性の 原則や個別財務諸表基準

性の 原則 （の 伝統） が あ り，連単分離を取 る こ と

は 理論的に か な り困難で あろ う 。

　  非上場会社 ・中小会社の 問題

　 IFRS は，主 に 大規模な 上場会社 をそ の 中心 に

据え て ， か つ 情報提供 （意思 決定）を主 た る 目的

と して 会計基準 の 設定が 行 わ れて い る 。 勿論，

IASB の 中で も中小会社 の 会計 に つ い て の 議論が

な され て い る けれ ど も，そ こ で の 議論は，シ ン グ

ル ・ス タ ン ダ ー ド ・ ア プ ロ
ーチ

（1°）
に よ り上 場会

社 の 会計に か な り影響 され る形 で の 議論が 多 く，

現 実 の 中小 会社の 会計 と し て の 適合性に 問題が あ

ろ う。 多数 の 投資家や利害関係者 を有す る L場企

業 と ほ とん ど投資家 の い な い 利害調整 目的 を会計

の 中心 と し て い る 中小会社 と は 別の 観点か ら の 会

計基 準 が必 要 で あ る 。

　   　実施上 の問 題

　 た と え ア ドプ シ ョ ン ・ア プ ロ
ーチ に よ り会計基

準の 統
一

が な された と して も，そ れが実務 ヒそ の

とお り に実施 されな けれ ば意味は な い
。 す な わ ち ，

そ こ で 最終的に 求 め ら れて い る の は，会計基準 の

統一
の み で はな く， 実務 の 統

一
で あ る 。 しか し，

「い くら基準を統
一・

して も，そ れを適用 す る実務

は ロ
ー

カル な 政治や経済 の 諸要因 に影響 され，国

や地域 の 間 で 財務報告 の 質 に重要な違 い が残 る の

は 避 けられ な い 。統一基準 の 不均 一
な適用 は ，会

計情報 の 重要な差異を基準 の 差異 よ り も奥深い 不

透 明な レ ベ ル で 隠匿す る こ と で ，国境 を越え て 投

資 をす る人 々 の 情報処理 コ ス トを か え っ て 増加 さ

せ ，基 準 の 統一か ら期待 さ れ る 潜 在的 な 便益 を帳

消 しに す る」 （斉藤 ［2008］ 5頁） こ とに もな り

かね な い と い う実施上 の 問題 が残 る。

　  会計基準 の 質の 維持

　世界の 主要国が ア ドプ シ ョ ン ・ア プ ロ
ーチ を採

用 し，IFRS に 統一化 され る 場合 に は ，　 IASB に

よ り唯
一

の 会計基準が作成 され る こ と とな る 。
そ

こ で は ， 会計基準間の 自由な競争が行 われ ない こ

と とな り，競争 に よ る質 の 維持 ・向 h と い う制度

的な装置が失わ れ る こ と とな る 。 そ こ で 会計 基準

の 質の 維持 ・向 上の 問題が生 じる こ と とな る。

　以 ltの よ う に
，

ア ドプ シ ョ ン ・ ア プ ロ
ーチ へ の

転換を仮定 した場合に 残 された 付加的な問題点 と

して は ， 会計基準設定 へ の 積極参加の 問題，利害

調整 目的を達成す る た め の 連単分離問題 ・連結先

行問題 ， 上 場企 業以 外の 中小 会社 の 会計 問題 ，

IFRS の 実施上及 び 会計基準の 質 の 維持 の 問題等

が あ る こ とが 明確 に された 。

第 3 章　むす び

　以上 の よ う に ， 本稿で は ， わ が国 の 会計基 準 の

コ ン バ ージ ェ ン ス に 伴 う会計の 到達点 と問題 点及

び国際的な新動向と して の ア ドプ シ ョ ン ・ア プ ロ
ー

チ の 採用 に伴 う問題点 を検討 した
。

こ の 結果 ， 次

の よ うな こ と が 明 確に さ れ た
。

　まず，  会計基準 の コ ン バ ージ ェ ン ス に伴 うわ

が 国の 会計 の 到達 点 と して は ， 信頼性概念 を維持

し，会計 モ デル と して は部分 公正 価 値会計 モ デ ル

を採用 し，利益観 と して は ハ イ ブ リ ッ ド型利益観

を採用 し， 原則 と して リサ イ クル を行 い，純利益

を計算 ・ 表示 し，収益認識 に つ い て は実現 （な い

し リス クか ら の 解放概念） ア ブ ロ
ーチ を 採用 し て

い る こ とが明確 に され た 。

　ま た ，  今後 の 問 題点 と し て は
， 現 在 の 状況 の

まま IASB な ど で 検討 され て い る方向で 会計基準

が開発 さ れ ， かっ そ れ らに合わ せ る形で の コ ンバ ー

ジ ェ ン ス が進む と ， 信頼性，会計 モ デル ，利益観
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収益認識等の 観点で 問題が 生 じる 可能性が あ る こ

とが明確 に さ れ た 。

　さ らに，  現在提 案さ れ て い る ア ドプ シ ョ ン ・

ア プ ロ
ーチ へ の 転換を仮定 した 場合 に生 じる問題

点 と して ，会 計基 準設定 へ の 積極参加の 問題，利

害調整 冖的を達成す るた め の 連単分離問題 ・ 連結

先行問題 上 場会社以外 の 中小会社の 会計基準問

題 ， IFRS の 実施 1：の 問題及 び会計基準の 質の 維

持 ・向 ヒの 問題な どが あ る こ とが 明確 に され た 。

　 米国が今後最終的に ど の よ うな 会計戦略を採用

す る の か不明 で あ る が，わ が国 に お い て も長期的

な 視点か ら柔軟に こ れ に適応 して い く こ とが重要

で あ る 。

　　　　　　　　　　 〈注〉

（1）　 た だ し，EU で 適用 され て い る IFRS は，完全

　　版 IFRS で は な く，金融商品 に 関す る IAS 第 39

　　号の ヘ
ッ ジ会計 の

一
部 が カ

ーブ ア ウ トされ た （承

　　認 さ れ な か っ た） た め，EU 版 IFRS で あ る。

（2）　 な お，会計基準 の コ ンバ ー
ジ ェ ン ス と い っ て も，

　　
一

方的 に わ が 国の 会計基準 を IFRS に 合 わ せ て い

　　 く こ と を 意 味 し て い な い D す な わ ち，こ の よ う な

　　例 と して ，例 え ば，次 の よ うな もの が あ る。株式

　　発行費 の 処理，純利益を残す こ と の 主張 な ど。

（3 ）　公 止 価値評価 の 場合 に は，市場価額 が 直接得 ら

　　れ る もの 以外 の もの に つ い て は，硬度 の あ る信頼

　　性が 得 ら れな い の で ，硬度を弱 め る た め に，信頼

　　性 で は な く，表現 の 忠実性 と い う概念 を使用 して

　 　 い る もの と考 え られ る。

（4） 部 分 公 正 価 値会 言1モ デ ル は，基本的 に 営業 活 動

　　 と 金融活動 と を 区 別 す る モ デ ル （営業 ・金 融区別

　　 モ デ ル ） で あ る。す な わ ち，そ の 価値 が 営業 （な

　　 い し事業，以 ド，同様） か ら独 立 して い る 金融資

　　産負債 な ど に つ い て は公止 価値 に よ る 評価を行 う

　　 と し て も，現行会計制度 と 同様 に ，棚卸資産 や 固

　　定資 産 な ど の よ う な 営業に 使川 さ れ て い て ， 営業

　　 か ら独立 して 存在 い な い 実物資産 （非金融資産）

　　 つ い て は，原価主義を基本 と し，例外的 に そ の 投

　　資価値 が 回収 し得 な い よ う な 状況 に な っ た 場合 の

　　 み，公 正 価 値 を 用 い て 減損処琿 な ど を 行 っ て い く

　　 ハ イ ブ リ ッ ド型会計 モ デ ル で あ る，，

（5 ）　 こ れ に は ，  す べ て の 資産負債 に つ い て そ れ ら

　　を 金融資産 負 債 と同 様 に 考 え る モ デ ル （金融資産

　　負債 モ デ ル ） で あ る 純資産計算 型 全面公 正 価値会

　　計 モ デ ル と，こ れ の 変形 と して ，  期中 に お い て

　　契約締結時に お い て権利
・義務 が 発生 した場合，

　　そ れ に 基 づ い て 収益 な どを計 Eす る と共に ， 期末

　　に お い て 全面公正価値評価を行 い ，（包括）利益

　　計算 を行 い ，評価差額を表示す る と い う モ デル で

　　あ る損益計算型全面公 正 価値会計 モ デル が 考え ら

　　れ る。

（6 ）　IASB と FASB の 共同 プ ロ ジ ェ ク トで は，2008

　　年 6 月 に リ サ イ ク ル を行 う 当期純利益 を残す こ と

　　を確認 し て い る （新井他 L2008］53 頁）。

（7）　 土地再評価差額 につ い て は，そ れ が 実現 して も

　　純利益 として 損益計算 菩に計上す る こ とは しな い，，

（8） 連結 と単体 とを分離 し，連結 で 情報提供機能を

　　果 た させ ，IP．体 で 利害調整機能 の 役割を拙 わ せ る

　　もの 。

（9 ） 連 結 を先 に IFRS に 含 わ せ ，単体 は そ の 後 で 調

　　整 が っ い た 時 に IFRS に 合 わ せ よ うと す る考 え 方。

（10） 会社 の 上 場 の 有無 ・規模等 を 考慮 せ ず に，基本

　　的 に 同
一

の 会計 処 哩 基 準 を採用 しよ う とす る ア プ

　　 ロ
ーチ の こ と 。
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